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市
長
の

つ
ぶ
や
き

　

江
戸
時
代
か
ら
昭
和
に

か
け
て
農
業
が
主
だ
っ

た
市
内
の
各
集
落
（
江
戸

時
代
の
村
、
現
在
の
大

字
）
の
人
た
ち
は
、
子
ど

も
か
ら
高
齢
者
に
至
る
ま

で
、
何
ら
か
の
講こ

う

中じ
ゅ
う（
集

団
）
に
参
加
し
て
い
ま
し

た
。
例
え
ば
小
・
中
学
生

は
「
天
神
講
」、
成
人
男

性
な
ら「
庚こ

う

申し
ん

講
」や「
題

目
講
」、
女
性
で
は
「
子

安
講
」、「
大
師
講
」、「
念
仏
講
」な
ど
で
す
。

　

近
年
、
そ
う
し
た
講
中
も
時
代
と
と
も
に

急
速
に
消
滅
し
て
い
る
現
状
に
あ
り
、
各
講

中
を
知
る
手
が
か
り
は
石
造
物
の
造
立
者
名

な
ど
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

飯
倉
地
区
の
県
道
45
号
線
と
49
号
線
の
交

差
点
近
く
の
道
路
脇
に
「
庚
申
塔
」
が
あ
り
、

こ
れ
に
は
「
飯
倉
村
台だ

い

谷さ
く

若
者
講
中
」
と
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。
市
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る

「
講
中
」
に
よ
る
石
造
物
約
４
０
０
基
の
う

ち
「
若
者
」
が
造
立
し
た
も
の
は
、
こ
の
塔

を
含
め
７
基
ほ
ど
で
珍
し
い
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
「
若
者
組
」
は
江
戸
時
代
か
ら
村
ご

と
に
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
文
書

や
記
録
な
ど
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
時
代
に
よ
り
変
化

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
一
般
的
に
は
男
子

が
一
定
の
年
齢
に
な
る
と
加
入
し
た
と
さ
れ

ま
す
。
そ
の
役
割
は
村
内
の
警
備
や
道
路
修

繕
、
消
火
活
動
な
ど
の
作
業
を
行
っ
た
り
、

親
睦
を
図
る
た
め
だ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

飯
倉
の
庚
申
塔
は
大
樹
の
も
と
に
、
１
８

０
０
（
寛
政
12
・
庚
申
）
年
正
月
７
日
に
造

立
さ
れ
た
高
さ
１
７
５
㎝
ほ
ど
の
大
き
な

も
の
で
右
側
面
に
「
台
谷
若
者
講
中
」、

左
側
面
に
「
郷
中
安あ

ん

穏の
ん

」、
台
石
部
分

は
裏
面
を
除
く
３
面
に
地
名
が
刻
ま
れ

道
標
の
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

飯
倉
に
は
千
手
院
入
り
口
付
近
に

１
７
１
６（
享
保
元
）年
に「
飯
倉
村
全

体
」
で
造
立
し
た
庚
申
塔
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
男
女
の

講
中
と
も
「
池
端
谷さ

く

中
」、「
中
貫
谷
中
」、

「
新
田
講
中
」な
ど「
く
る
わ（
郭
）」と

呼
ば
れ
る
小
集
落
ご
と
に
造
塔
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
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春
が
訪
れ
る
直
前
の
３
月
上
旬
か
ら
中
旬

ま
で
の
期
間
を
表
す
も
の
に
「
啓け

い

蟄ち
つ

」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
初
め
て
聞
い
た
と
い

う
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
啓
蟄
と
は
、
二
十
四
節
気
の
ひ
と
つ
で

冬
ご
も
り
し
て
い
た
虫
た
ち
が
土
の
中
か
ら

出
て
く
る
頃
を
指
し
、
春
の
気
配
を
感
じ
た

虫
た
ち
が
活
動
を
開
始
す
る
時
期
を
表
し
て

い
る
そ
う
で
す
。
冬
ご
も
り
が
続
い
て
い
た

先
月
ま
で
は
10
年
に
一
度
の
強
烈
な
寒
波
の

影
響
で
、
各
地
で
大
雪
や
厳
し
い
寒
さ
を
伝

え
る
ニ
ュ
ー
ス
を
目
に
す
る
機
会
が
多
く
あ

り
ま
し
た
。
雪
が
あ
ま
り
降
ら
な
い
本
市
で

は
そ
う
い
う
話
題
も
少
な
く
、
こ
の
こ
と
が

逆
に
暮
ら
し
や
す
い
土
地
柄
だ
と
改
め
て
感

じ
ま
す
。
寒
さ
も
和
ら
ぎ
、
も
う
す
ぐ
春
。

皆
さ
ん
も
春
の
便
り
を
探
し
に
外
へ
出
か
け

て
み
ま
せ
ん
か
。

　

環
境
省
の「
脱
炭
素
先
行
地
域
」に
選
定
さ

れ
て
い
る
本
市
の
取
り
組
み
を
視
察
す
る
た

め
、
浅
尾
慶
一
郎
環
境
大
臣
が
１
月
17
日
に

本
市
を
訪
れ
、
豊
和
地
区
・
飯
塚
開
畑
の
営

農
型
ソ
ー
ラ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
設
備
な
ど
を

見
学
さ
れ
ま
し
た
。
現
地
で
脱
炭
素
先
行
地

域
計
画
の
取
り
組
み
や
次
世
代
型
太
陽
光
発

電
設
備
で
あ
る
フ
ィ
ル
ム
型
ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ

ト
太
陽
電
池
、
畑
で
行
わ
れ
て
い
る
営
農
型

ソ
ー
ラ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
、
説
明

を
受
け
た
浅
尾
大
臣
か
ら
は「
太
陽
光
発
電

の
売
電
で
収
入
を
補
填
し
、
安
心
し
て
農
業

に
従
事
で
き
る
先
進
的
な
取
り
組
み
だ
」
と

の
お
話
を
い

た
だ
き
ま
し

た
。

　

脱
炭
素
先

行
地
域
の
実

現
は
大
変
重

要
で
意
義
深
く
、
ま
た
困
難
な
も
の
で
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、

脱
炭
素
先
行
地
域
を
実
現
す
る
こ
と
で
地
域

課
題
を
解
決
し
匝
瑳
市
を
持
続
可
能
な
地
域

に
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
目
的
で
あ
り
、
本

市
の
生
き
残
り
の
１
つ
の
手
段
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
自
足
を
行
い
、

資
金
・
人
材
の
地
域
内
で
の
循
環
を
生
み
出

す
と
と
も
に
、
私
た
ち
の
生
活
の
根
源
で
あ

る
食
、
つ
ま
り
農
業
を
持
続
可
能
に
し
て
い

く
こ
と
で
、
人
口
減
少
の
時
代
に
あ
っ
て
も

「
匝
瑳
市
を
住
み
続
け
ら
れ
る
地
域
に
し
て

い
く
こ
と
」
こ
れ
を
実
現
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
市
を
挙
げ
て
の
脱
炭
素
化
の
取
り

組
み
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。
こ
の

大
き
な
目
的
の
達
成
に
は
市
民
の
皆
さ
ん
の

力
が
必
要
で
す
。
今
後
と
も
ご
理
解
ご
協
力

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
月
は
年
度
末
に
加
え
、
確
定
申
告
に
千

葉
県
知
事
選
挙
と
庁
内
は
何
か
と
バ
タ
バ
タ

し
て
お
り
ま
す
が
、
引
き
続
き
「
市
民
の
皆

さ
ん
の
役
に
立
つ
所
」
と
し
て
役
割
を
果
た

す
よ
う
職
員
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
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